
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ごあいさつ 

 

 2017年、菊池川流域（山鹿市、菊池市、和水町、玉名市）の 2千年にわたる米作り

文化が、日本遺産に認定されました。 

 玉名では、弥生時代から米作りが始まり、現在に至るまで盛んに行われています。そ

の米作りには様々な作業があります。例えば、田を耕す、稲の苗を植える、草を取り除

く、稲を刈るなどの作業です。これらの作業がより効率よく行えるように、人々は昔か

ら様々な農具を発明し作りだしてきました。   

農具は、稲刈り機のように時代とともに進化していくものが多いのですが、中には鋤
すき

のように 2000年近く形が変わらないものもあります。また田の水を管理するために、

弥生時代にはたくさんの杭を使って頑丈な畔
あぜ

を作っていたことが近年の発掘調査で分

かりました。その他にも、稲が無事に育つことを願う祭りや、収穫を祝う祭りも各地で

行われてきました。近年では、色の違う稲を利用して田に絵を描く、「田んぼアート」も

行われています。 

今回の展示では、古代から現代の玉名の人々がどの様に米作りに励み、関わってきた

のかを、発掘された弥生～古墳時代の農具や杭などの水田構築物、昭和 30年代まで使

用されていた農具、祭りに使用された衣装や道具、写真を通してご紹介します。農具で

は、時代を経て変化したところや変化していないところにも注目して、各時代の人々が

工夫したところをぜひ見つけてみてください。 

また展示室には、復元した貫頭
かんとう

衣
い

（弥生時代の服）を着て、石包丁で稲穂を刈る体験

や、江戸時代の米俵の重さが実感できる体験コーナーを設けています。楽しみながら米

作りの歴史に触れてみてください。 

最後になりますが、本企画展にご協力賜りました方々に、心より御礼を申し上げます。 

 

令和 2年 1月 25日 

玉名市立歴史博物館こころピア 

凡例・謝辞 
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②土
つち

を耕
たがや

す 

土
つち

を掘
ほ

って起
お

こすことを「耕
たがや

す」

といいます。米作
こめづく

りでは「田
た

起
お

こし」

といいます。硬
かた

くなった土
つち

を柔
やわ

らか

くして土
つち

に空気
く う き

（酸素
さ ん そ

）を入
い

れたり、

栄養
えいよう

のある土
つち

を混
ま

ぜたりするため

です。そうすると、苗
なえ

の根
ね

が伸
の

びや

すくなり、大
おお

きく成長
せいちょう

します。 

耕
たがや

したあとは、田
た

んぼに水
みず

を入
い

れて、土
つち

をさらに細
こま

かく砕
くだ

いて柔
やわ

ら

かくします。これを「代
しろ

かき」とい

います。 

最後
さ い ご

に田
た

んぼを平
たい

らにならしま

す。農具
の う ぐ

は、最初
さいしょ

は人
ひと

の力
ちから

だけで使
つか

っていましたが、だんだん牛
うし

や馬
うま

の

力
ちから

を借
か

りるようになりました。今
いま

は機械
き か い

が自動
じ ど う

でしてくれます。 

苗
なえ

を運
はこ

ぶための農具
の う ぐ

【昭和
しょうわ

時代
じだい

（約
やく

60年前
ねんまえ

）】 

 

土
つち

を耕
たがや

す、ならすための農具
の う ぐ

 

【古墳
こふん

時代
じだい

（約
やく

1400～1700年前
ねんまえ

、柳 町
やなぎまち

遺跡
いせき

）】 

苗
なえ

を植
う

えるための農具
の う ぐ

と機械
き か い

 

【昭和
しょうわ

時代
じだい

（約
やく

60年前
ねんまえ

）、現代
げんだい

（今
いま

）】 

土
つち

を耕
たがや

すための農具
の う ぐ

 

【昭和
しょうわ

時代
じだい

（約
やく

60年前
ねんまえ

）】 

③苗
なえ

を植
う

える 

いよいよ田
た

んぼに苗
なえ

を植
う

えます。昔
むかし

は人
ひと

の手
て

で植
う

えていましたが、今
いま

は機械
き か い

が自動
じ ど う

で植
う

えてくれます。 

苗
なえ

カゴ 

六尺
ろくしゃく

棒
ぼう

 

二又
ふたまた

鍬
ぐわ

 多
た

又
また

鋤
すき

 えぶり 

肥後
ひ ご

鍬
ぐわ

 金
かな

鍬
ぐわ

 三又
みつまた

鍬
ぐわ

 

えぶり 

馬鍬
まぐわ

 

犂
すき

 

田植
た う

え綱
づな

 

綱巻
つ な ま

き 
田植
た う

え定規
じょうぎ

 

田植
た う

え機
き

 

①種
たね

をまく、苗
なえ

を育
そだ

てる 

種
たね

は、先
さき

に「苗代
なわしろ

」という別
べつ

のとこ

ろで、少
すこ

し大
おお

きくなるまで大切
たいせつ

に育
そだ

てておきます。これは、田
た

んぼの中
なか

で雑草
ざっそう

や病気
びょうき

に負
ま

けないようにす

るためです。 
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★問題
もんだい

2 

田
た

んぼは、ずっと水
みず

を入
い

れたまま

でもいけません。夏
なつ

には一度
い ち ど

水
みず

を抜
ぬ

いて土
つち

を乾
かわ

かさなければなりませ

ん。これは、新
あたら

しい空気
く う き

（酸素
さ ん そ

）を

土
つち

の中
なか

に送
おく

って、稲
いね

の根
ね

を元気
げ ん き

にさ

せたりするためです。でも、ぜんぜん

水
みず

が抜
ぬ

けない田
た

んぼもありました。     

そこで昔
むかし

の人
ひと

は、田
た

んぼから水
みず

を

抜
ぬ

くための発明
はつめい

をしました。それは

「暗渠
あんきょ

」といいますが、どのような

発明
はつめい

だったのでしょうか？ 

 

④田
た

んぼの水
みず

と雑草
ざっそう

 

★問題
もんだい

1 

稲
いね

は、水
みず

を入
い

れた田
た

んぼで育
そだ

ちま

す。水
みず

がもれないようにするために

は、田
た

んぼのまわりに土
つち

で仕切
し き

りを

つくって囲
かこ

みます。この仕切
し き

りを

「畔
あぜ

」といいます。大昔
おおむかし

の人
ひと

は、畔
あぜ

がすぐ壊
こわ

れないようにするために、

どんな工夫
く ふ う

をしていたのでしょう

か？ 
 

★答
こた

え１ 

・弥生
や よ い

時代
じ だ い

（約
やく

2300～2000年前
ねんまえ

）の玉名
た ま な

の人
ひと

び

とは、畔
あぜ

の横
よこ

にたくさんの杭
くい

を打って畔
あぜ

が崩
くず

れな

いようにしていました（両迫間
りょうはざま

日
ひ

渡
わたし

遺跡
い せ き

）。 

・奈良
な ら

時代
じ だ い

から平安
へいあん

時代
じ だ い

（約
やく

1200年前
ねんまえ

）の玉名
た ま な

の

人
ひと

びとは、土
つち

の中
なか

にたくさんの木
き

の枝
えだ

を束
たば

ねて敷
し

いて、頑丈
がんじょう

な畔
あぜ

を造
つく

っていました（柳町
やなぎまち

遺跡
い せ き

）。 

★答
こた

え２ 

「暗渠
あんきょ

」は、田
た

んぼの土
つち

の中
なか

に造
つく

られた水路
す い ろ

のことです。田
た

んぼの土
つち

を乾
かわ

かしたい時
とき

は、土
つち

の中
なか

で水
みず

を集
あつ

めて流
なが

すことができます。また水
みず

を

入
い

れることもできます。江戸
え ど

時代
じ だ い

～

大正
たいしょう

時代
じ だ い

頃
ごろ

（約
やく

200～100年前
ねんまえ

）

の玉名
た ま な

では、掘
ほ

った溝
みぞ

の中
なか

に竹
たけ

や

土管
ど か ん

、木
き

の枝
えだ

を重
かさ

ねて入
い

れて、暗渠
あんきょ

を造
つく

っていました。（玉名
た ま な

平野
へ い や

遺跡群
いせきぐん

） 

 
竹
たけ

 木
き

の枝
えだ

 

土管
ど か ん

 

杭
くい

 

水閘
すいこう

土管
ど か ん
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★問題
もんだい

３ 

田
た

んぼには雑草
ざっそう

も一緒
いっしょ

に生
は

えてきます。

雑草
ざっそう

は土
つち

の栄養
えいよう

を取
と

られてしまうので、何回
なんかい

も取
と

りのぞかないといけません。とても大変
たいへん

な作業
さぎょう

でした。少
すこ

しでも楽
らく

になるように、どん

な農具
の う ぐ

が発明
はつめい

されたでしょうか？ 

★答
こた

え 3 

・ガンヅメ 

昭和
しょうわ

時代
じ だ い

（約
やく

90年前
ねんまえ

） 

稲
いね

が大
おお

きくなるころに、雑草
ざっそう

を取
と

るために使
つか

います。爪
つめ

が大
おお

きいので、草
くさ

を取
と

りながら土
つち

を耕
たがや

すこともでき、土
つち

に新鮮
しんせん

な空気
く う き

（酸素
さ ん そ

）を送
おく

ったりすることがで

きます。昔
むかし

の人
ひと

が田
た

んぼを歩
ある

くカニの爪
つめ

を見
み

てひらめいたそうです。夏
なつ

の暑
あつ

い時
とき

に、地面
じ め ん

にはいつくばって何回
なんかい

も草
くさ

を取
と

らないといけないので、とても大変
たいへん

な

作業
さぎょう

でした。 

 

・田打車
たうちぐるま

 

昭和
しょうわ

時代
じ だ い

（約
やく

60年前
ねんまえ

） 

「押
お

しガンヅメ」ともいいます。まっすぐに押
お

して歩
ある

くと、爪
つめ

が回転
かいてん

して草
くさ

を

取
と

ることができ、土
つち

を耕
たがや

すこともできます。立
た

ったまま作業
さぎょう

ができるので、ガン

ヅメよりスピードが５倍
ばい

ぐらい上
あ

がったそうです。田打車
たうちぐるま

を使
つか

いやすくするため

に、苗
なえ

をまっすぐきれいに植
う

えるようになりました。熊本県
くまもとけん

では明治
め い じ

30年代
ねんだい

（約
やく

120年前
ねんまえ

）にたくさんの人
ひと

が使
つか

い始
はじ

めました。今
いま

は除草剤
じょそうざい

（草
くさ

が生
は

えないように

するための薬
くすり

）や除草機
じょそうき

（自動
じ ど う

で草
くさ

を取
と

る機械
き か い

）を使
つか

うようになりました。 

ガンヅメ 田打車
たうちぐるま
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⑤稲

いね

を刈
か

る 

ようやく稲
いね

が実
みの

って、稲
いね

を刈
か

って

いきます。玉名
た ま な

では大昔
おおむかし

の稲刈
い ね か

り

の農具
の う ぐ

がいくつも発見
はっけん

されていま

す。はじめは石
いし

で作
つく

っていましたが

（石
いし

包丁
ぼうちょう

）、だんだん鉄
てつ

で作
つく

られる

ようになっていきます（摘
つみ

鎌
がま

・鎌
かま

）。   

昭和
しょうわ

時代
じ だ い

には、立
た

ったまま稲
いね

の

根元
ね も と

が刈
か

り取
と

れる、「稲刈
い ね か

り機
き

」が

登場
とうじょう

しています。今
いま

は「コンバイ

ン」が自動
じ ど う

で稲
いね

を刈
か

り取
と

り、次
つぎ

の

作業
さぎょう

の籾
もみ

を外
はず

す脱穀
だっこく

までしてくれ

ます。 

石
いし

包丁
ぼうちょう

 摘
つみ

鎌
がま

 

鎌
かま

 

 稲
いね

を刈
か

るための農具
の う ぐ

 

【弥生
や よ い

時代
じ だ い

（約
やく

2200～1800年前
ねんまえ

、木船
き ぶ ね

西遺跡
にしいせき

）】 

鎌
かま

 稲刈
い ね か

り機
き

 

コンバイン 

ノコギリ鎌
かま

 

⑥乾
かわ

かす、籾
もみ

をはずす 

刈
か

った稲
いね

は、水分
すいぶん

が多
おお

いので、米

を長
なが

く保
ほ

存
ぞん

したり、次
つぎ

の作業
さぎょう

がしや

すいようにカラカラに乾
かわ

かします。

昔
むかし

は天気
て ん き

の良
よ

い日
ひ

に、田
た

んぼで稲
いね

を束
たば

ねて干
ほ

していました。今
いま

は

乾燥機
かんそうき

を使
つか

って乾
かわ

かします。 

次
つぎ

は稲
いね

から籾
もみ

を外
はず

します。これを

「脱穀
だっこく

」といいます。外
はず

した籾
もみ

は、

まだ水分
すいぶん

が多
おお

いので、敷物
しきもの

の上
うえ

に広
ひろ

げてもう一度
い ち ど

乾
かわ

かします。 

唐箕 

稲
いね

を刈
か

るための農具
の う ぐ

、機械
き か い

 

【昭和
しょうわ

時代
じだい

（約
やく

60年前
ねんまえ

）、現代
げんだい

（今
いま

）】 

籾
もみ

を外
はず

す、乾
かわ

かすための農具
の う ぐ

【昭和
しょうわ

時代
じだい

（約
やく

60年前
ねんまえ

）】 

千
せん

歯扱
ば こ

き 

足踏
あ し ぶ

み脱穀機
だっこくき

 

籾
もみ

あせり 
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⑨運
はこ

ぶ 

昔
むかし

は重
おも

いものを運
はこ

ぶ時
とき

は、馬
うま

や牛
うし

の力
ちから

を借
か

りていました。そのため馬
うま

や牛
うし

も家族
か ぞ く

のように大事
だ い じ

にしていま

した。人
ひと

がものを運
はこ

ぶときは、棒
ぼう

に

ぶら下
さ

げてかついでいました。 

オロシ 

万石
まんごく

 

玄米
げんまい

にする、分
わ

けるための農具
の う ぐ

【昭和
しょうわ

時代
じだい

（約
やく

60年前
ねんまえ

）】 

⑩わらを利用
り よ う

する 

稲
いね

から籾
もみ

を外
はず

した後
あと

に残
のこ

る、茎
くき

の

部分
ぶ ぶ ん

を「わら」といいます。わらは、

捨
す

てずに色々
いろいろ

なものを作
つく

っていま

した。稲
いね

は捨
す

てるところがありませ

んでした。 

 

⑦玄米
げんまい

にする 

臼
うす

などを使
つか

って乾
かわ

いた籾
もみ

をこす

りあわせると、殻
から

が外
はず

れて中
なか

から

玄米
げんまい

が出
で

てきます。オロシ、唐箕
と う み

、

万石
まんごく

などを使
つか

って殻
から

やくずを取
と

り

除
のぞ

き、玄米
げんまい

だけになるように分
わ

けま

す。今
いま

は機械
き か い

が自動
じ ど う

でしてくれま

す。玄米
げんまい

から糠
ぬか

を取
と

り除
のぞ

くと、白米
はくまい

になりますが、玄米
げんまい

のまま保存
ほ ぞ ん

する

方
ほう

が長持
な が も

ちします。 

唐箕
と う み

 

籾摺
もみすり

臼
うす

 

⑧はかる、入
い

れる 

決
き

められた 量
りょう

の玄米
げんまい

を、 俵
たわら

や

袋
ふくろ

に入
い

れて運
はこ

べるようにします。 

玄米
げんまい

などをはかる、入
い

れるための農具
の う ぐ

 

【昭和
しょうわ

時代
じだい

（約
やく

60年前
ねんまえ

）】 

一斗
いっと

枡
ます

 

（角型
かくがた

） 

じょうご 

ちきり 

一斗
いっと

枡
ます

（桶型
おけがた

） 

米
こめ

などを運
はこ

ぶための農具
の う ぐ

 

【古墳
こふん

時代
じだい

（約
やく

1700年前
ねんまえ

、赤
あか

色の部分
ぶぶん

）、昭和
しょうわ

時代
じ だ い

（約
やく

60年前
ねんまえ

）】 

牛
うし

のワラジ ハナグリ 

馬
うま

のワラジ 

天秤
てんびん

棒
ぼう

 

六尺
ろくしゃく

棒
ぼう

 

荷車
にぐるま

 

わらを利用
り よ う

するための農具
の う ぐ

 

【古墳
こふん

時代
じだい

（約
やく

1700年前
ねんまえ

、赤
あか

色の部分
ぶぶん

）、昭和
しょうわ

時代
じだい

（約
やく

60年前
ねんまえ

）】 

俵編
たわらあ

み台
だい

 

駒
こま

 

編
あみ

錘
すい

 横
よこ

槌
つち

 

横
よこ

槌
つち
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⑪祈

いの

る、感謝
かんしゃ

する 

玉名
た ま な

では昔
むかし

から米作
こめづく

りをしながら、

おまつりもしていました。それは、稲
いね

な

どが無事
ぶ じ

に育
そだ

つように神
かみ

さまにお祈
いの

り

をしたり、おいしいお米
こめ

などがたくさ

んとれたら、神
かみ

さまにお礼
れい

をして、次
つぎ

の

年
とし

もたくさんとれるようにお祈
いの

りをし

ていたのです。今
いま

でも続
つづ

くまつりがた

くさんあります。 

両迫間
りょうはざま

日
ひ

渡
わたし

遺跡
い せ き

～古墳
こ ふ ん

時代
じ だ い

のまつり～ 

大野下
おおのしも

奴
やっこ

踊
おど

り～雨
あめ

を降
ふ

らせるまつり～ 大浜外
おおはまと

嶋宮
しまぐう

住吉
すみよし

神社
じんじゃ

 年季
ね ん き

祭
さい

～10年
ねん

に一度
い ち ど

のまつり～ 

四十九
しじゅうく

池
いけ

神社
じんじゃ

 秋季
しゅうき

大祭
たいさい

～花火
は な び

のまつり～ 梅林
ばいりん

天満宮
てんまんぐう

 例
れい

大祭
たいさい

～流鏑馬
や ぶ さ め

のまつり～ 

～ 

肥後
ひ ご

神楽
か ぐ ら

（青木
あ お き

地区
ち く

で使
つか

われていた衣装
いしょう

や道具
ど う ぐ

） 

～ 

花火
は な び

「流星
りゅうせい

」の矢
や

 的
まと

、矢
や

 

ぼんてん 

松明
たいまつ

 

かつら 

狩
かり

衣
ぎぬ

 

袴
はかま

 
剣
けん

 
太鼓
た い こ

 

ばち 

笛
ふえ

 

烏帽子
え ぼ し

 

鈴
すず

 詞
し

章
しょう

 

鬼面
き め ん
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⑫見
み

て楽
たの

しむ田
た

んぼ 

今
いま

は、田
た

んぼで様々
さまざま

な色
いろ

の稲
いね

を育
そだ

てて、絵
え

を描
えが

くことができます。こ

れを「田
た

んぼアート」といいます。

玉名
た ま な

では、今
いま

は使
つか

われなくなった田
た

んぼを利用
り よ う

して、2013年
ねん

から

毎年
まいとし

、北稜
ほくりょう

高校生
こうこうせい

が中心
ちゅうしん

になって

取
と

り組
く

んでいます。場所
ば し ょ

は新玉名駅
しんたまなえき

の近
ちか

くの田
た

んぼです。７月
がつ

下旬
げじゅん

～９

月
がつ

の３週目
しゅうめ

ごろには、駅
えき

のホームか

らきれいに見
み

ることができます。 

体験
たいけん

コーナー 

田
た

んぼアートと作業
さぎょう

の様子
よ う す

 

～ 

種
たね

まき 

下絵
し た え

を田
た

にうつす 田植
た う

え 稲
いね

刈
か

り 

田
た

んぼアート 

「弥生
や よ い

時代
じ だ い

の服
ふく

を着
き

てみよう！」 「江戸
え ど

時代
じ だ い

の俵
たわら

を持
も

ってみよう！」「石
いし

包丁
ぼうちょう

で稲
いね

を刈
か

ってみよう！」 

 

様々
さまざま

な色
いろ

の稲
いね
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